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救
世
観
音
大
菩
薩

聖
徳
皇
と
示
現
し
て

多
々
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て

阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た
ま
ふ

（『
正
像
末
和
讃
』聖
徳
奉
讃
）

さ
る
令
和
三
年
三
月
十
五

日
、
本
学
の
卒
業
式
が
執
り

行
わ
れ
た
。
毎
年
恒
例
の
行

事
が
、
今
回
ひ
と
き
わ
感
慨

深
く
思
わ
れ
た
の
は
、
コ
ロ

ナ
禍
で
先
が
見
通
せ
な
い
な

か
、関
係
者
の
尽
力
に
よ
り
、

卒
業
生
に
会
っ
て
お
祝
い
の

言
葉
を
述
べ
る
こ
と
が
無
事

で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一

年
前
に
は
卒
業
式
が
中
止
に

な
り
、
卒
業
生
た
ち
に
一
目

会
う
こ
と
す
ら
か
な
わ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

別
れ
と
い
っ
て
も
、
卒
業

と
い
っ
た
機
会
な
ら
ば
、
寂

し
さ
も
あ
る
が
そ
れ
以
上
の

嬉
し
さ
も
あ
る
。
し
か
し
別

れ
は
時
と
し
て
痛
切
な
経
験

で
あ
る
。
特
に
死
に
よ
る
別

離
は
、
親
し
い
人
と
の
あ
い

だ
に
実
際
に
起
こ
っ
た
と

き
、
あ
る
い
は
自
身
に
こ
れ

か
ら
起
こ
る
事
柄
と
し
て
予

期
す
る
と
き
、
あ
ま
り
に
大

き
な
悲
嘆
や
苦
悩
、
不
安
を

も
た
ら
す
。
そ
し
て
い
ま
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、
私
た
ち

は
以
前
に
も
ま
し
て
、
病
や

死
、
別
離
と
い
っ
た
苦
を
日

常
の
な
か
で
意
識
し
、「
無

常
」
に
向
き
あ
う
こ
と
に

な
っ
た
。＊

＊

＊

「
無
常
」
は
仏
教
の
根
幹

的
な
教
え
で
あ
る
。
私
た
ち

を
と
り
ま
く
あ
ら
ゆ
る
事
象

は
、
自
身
の
こ
の
心
身
も
含

め
て
、一
定
不
変
で
は
な
く
、

留
ま
る
こ
と
な
く
変
異
し
て

ゆ
き
、
や
が
て
滅
す
る
。
他

者
と
の
あ
い
だ
に
形
作
ら
れ

た
つ
な
が
り
も
そ
う
で
あ

る
。
出
会
い
が
あ
れ
ば
必
ず

別
れ
が
あ
る
。

こ
の
無
常
と
い
う
現
実
に

ど
の
よ
う
に
向
き
あ
え
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
仏
教
の
求

め
る
智
慧
と
は
、
あ
り
の
ま

ま
に
物
事
を
と
ら
え
る
こ
と

で
あ
る
。
無
常
な
も
の
も
ま

た
、
無
常
な
も
の
と
し
て
、

あ
り
の
ま
ま
に
受
け
取
る
。

こ
れ
と
逆
に
、
無
常
な
も
の

を
、
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
で
あ

る
と
見
て
、
ま
た
ず
っ
と
あ

り
続
け
て
ほ
し
い
と
執
着
す

る
こ
と
か
ら
苦
が
生
ま
れ

る
。と

こ
ろ
で
、
こ
の
無
常
の

教
説
に
つ
い
て
、
学
生
か
ら

時
折
聞
く
感
想
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
変

化
し
、
滅
し
ゆ
く
と
い
う
こ

と
は
分
か
る
が
、
た
と
え
真

実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

を
心
に
留
め
て
生
き
る
の

は
、
悲
し
み
や
不
安
に
満
ち

た
暗
い
生
に
な
る
の
で
は
な

い
か
、
後
ろ
向
き
な
生
き
方

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
、と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
感
想
は
理
解

で
き
る
。
見
た
く
な
い
も
の

は
見
な
い
に
越
し
た
こ
と
は

な
い
、
と
い
う
思
い
が
ベ
ー

ス
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
仏
教
は
智
慧
の

教
え
で
あ
る
。
真
実
を
あ
り

の
ま
ま
に
見
る
こ
と
か
ら
、

生
が
実
り
豊
か
な
も
の
と
な

る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

＊

＊

＊

現
在
、
時
価
総
額
世
界
ラ

ン
キ
ン
グ
一
位
の
企
業
で
あ

る
ア
ッ
プ
ル
の
共
同
創
業

者
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ

ズ
は
、
そ
の
死
の
六
年
前
の

二
〇
〇
五
年
に
、
ス
タ
ン

フ
ォ
ー
ド
大
学
の
卒
業
生
に

向
け
て
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ

た
。そ
の
と
き
ジ
ョ
ブ
ズ
は
、

自
ら
の
体
験
を
も
と
に
三
つ

の
話
を
し
て
い
る
。
巨
大

テ
ッ
ク
企
業
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
、

全
米
を
代
表
す
る
名
門
校
の

卒
業
生
に
向
け
て
話
す
ス

ピ
ー
チ
で
あ
る
。
最
先
端
の

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
関
わ
る
華
々
し
い

話
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と

思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
ジ
ョ
ブ
ズ
が
語
っ
た
の

は
、大
学
を
辞
め
た
こ
と
と
、

創
業
し
た
ア
ッ
プ
ル
社
を
一

度
追
放
さ
れ
た
こ
と
と
い
う

二
つ
の
苦
い
経
験
、
そ
し
て

「
死
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

な
か
で
も
学
生
た
ち
を
惹
き

つ
け
た
の
は
、最
後
の
「
死
」

の
話
だ
っ
た
と
い
う
。
少
し

長
く
な
る
が
、
そ
の
最
初
の

部
分
を
紹
介
し
た
い
。

「
も
し
あ
な
た
が
、
一

日
一
日
を
、
自
分
の
最
後

の
日
で
あ
る
か
の
よ
う

に
生
き
る
こ
と
が
で
き

た
ら
、
い
つ
の
日
か
き
っ

と
そ
の
通
り
に
な
る
」

─
十
七
歳
の
時
、
こ
ん

な
感
じ
の
引
用
を
読
み

ま
し
た
。
感
銘
を
受
け
た

私
は
、
そ
れ
か
ら
三
十
三

年
の
あ
い
だ
ず
っ
と
、
毎

朝
鏡
を
見
て
、
自
分
に
尋

ね
て
き
た
の
で
す

─

「
も
し
今
日
が
人
生
最
後

の
日
で
あ
っ
た
ら
、
今
日

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
を
し
た
い
と
思
う
だ

ろ
う
か
」
と
。
そ
し
て
、

そ
の
答
え
が
「
ノ
ー
」
で

あ
る
日
が
あ
ま
り
に
長

く
続
く
た
び
に
、
何
か
を

変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
分
か
る
の
で
す
。

も
う
す
ぐ
自
分
が
死
ぬ

と
心
に
留
め
て
お
く
こ

と
は
、
人
生
の
重
大
な
決

断
の
と
き
に
役
立
つ
、
私

が
今
ま
で
手
に
し
た
な

か
で
最
も
大
切
な
ツ
ー

ル
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
こ
と

─
あ
ら
ゆ
る
外
的
な

期
待
、
プ
ラ
イ
ド
、
混
乱

や
失
敗
へ
の
恐
れ

─

こ
う
い
っ
た
も
の
は
、
死

に
直
面
す
れ
ば
消
え
去

り
、
本
当
に
大
切
な
も
の

だ
け
が
残
さ
れ
る
か
ら

で
す
。（
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
大
学
Ｈ
Ｐ
よ
り
翻
訳
）

こ
の
ス
ピ
ー
チ
の
一
年
ほ

ど
前
に
、
ジ
ョ
ブ
ズ
は
初
め

て
が
ん
の
手
術
を
う
け
て
い

る
。「
死
」と
い
う
重
い
テ
ー

マ
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
の
こ

と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
彼
は
そ
の
ず
っ
と
前

か
ら
、鏡
の
な
か
の
自
分
と
、

そ
し
て
死
に
向
き
あ
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。

ジ
ョ
ブ
ズ
が
若
い
頃
よ
り

東
洋
思
想
、
と
り
わ
け
仏
教

に
深
く
心
を
寄
せ
て
き
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

iP
hone

な
ど
彼
の
手
が
け

た
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
デ
ザ
イ
ン

に
つ
い
て
禅
の
思
想
の
影
響

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

が
、
彼
の
こ
こ
で
の
ス
ピ
ー

チ
に
は
、
仏
教
的
な
精
神
が

確
か
に
息
づ
い
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。

＊

＊

＊

仏
教
は
無
常
に
向
き
あ
う

こ
と
を
説
い
て
き
た
。
古
い

パ
ー
リ
経
典
に
、
次
の
よ
う

な
釈
尊
の
言
葉
が
あ
る
。

過
去
を
追
い
ゆ
く
こ
と

な
か
れ
／
未
来
を
願
い

ゆ
く
こ
と
な
か
れ
／
過

去
は
す
で
に
過
ぎ
去
り

し
も
の
／
未
来
は
未
だ

来
ぬ
も
の
ゆ
え
に

現
に
存
在
し
て
い
る
法

を
／
そ
の
場
そ
の
場
で

観
察
し
／
揺
ら
ぐ
こ
と

な
く
動
じ
る
こ
と
な
く

／
智
者
は
そ
れ
を
修
す

る
が
よ
い

今
日
こ
そ
努
め
励
む
べ

き
な
り
／
誰
が
明
日
の

死
を
知
ろ
う
／
か
の
死

王
の
大
群
と
／
約
束
す

る
こ
と
な
き
ゆ
え
に

（「
賢
善
一
喜
経
」、
片
山

一
良
訳
『
中
部

後
分
五

十
経
篇
Ⅱ
』
一
三
七
頁
）

私
た
ち
は
い
つ
死
ぬ
か
分

か
ら
な
い
。
そ
れ
は
明
日
の

こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
過
去
や
未
来
に
と
ら

わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
目
的

に
向
か
っ
て
い
ま
勤
め
励
む

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
こ

で
釈
尊
は
、修
行
に
お
い
て
、

い
ま
こ
こ
に
あ
る
現
象
や
自

分
の
心
に
思
い
を
集
中
さ
せ

る
こ
と
を
説
く
が
、
こ
れ
を

仏
教
的
な
生
き
方
の
指
針
と

受
け
と
め
る
こ
と
も
で
き

る
。未

来
を
展
望
し
、
ま
た
過

去
を
振
り
返
る
と
い
う
こ
と

は
、
動
物
の
う
ち
ヒ
ト
だ
け

が
持
つ
特
異
な
能
力
で
あ

る
。そ
れ
が
基
盤
と
な
っ
て
、

人
間
の
社
会
・
文
化
が
成
り

立
っ
て
い
る
の
だ
と
も
い
え

る
。
し
か
し
こ
の
能
力
は
重

荷
と
も
な
る
。
私
た
ち
は

往
々
に
し
て
過
去
や
未
来
に

過
度
に
と
ら
わ
れ
て
自
由
を

手
放
し
、
大
切
な
こ
と
を
見

失
っ
て
し
ま
う
。

あ
ら
ゆ
る
事
象
は
、
ひ
と

時
も
留
ま
る
こ
と
な
く
変
異

し
過
ぎ
去
っ
て
い
く
。
こ
の

現
実
に
向
き
あ
う
こ
と
を
通

じ
て
、
私
た
ち
は
ま
た
自
分

自
身
に
向
き
あ
い
、
い
ま
自

分
に
と
っ
て
本
当
に
大
切
な

こ
と
、
な
す
べ
き
こ
と
に
心

を
向
け
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

煩
悩
を
持
っ
て
生
き
る
私

た
ち
に
と
っ
て
、
無
常
は
と

き
に
、
あ
ま
り
に
痛
ま
し
い

体
験
と
な
る
。
し
か
し
仏
教

は
、
そ
の
無
常
の
真
実
が
、

い
ま
こ
こ
に
私
が
生
き
る
こ

と
の
意
義
に
結
び
付
く
の
だ

と
教
え
て
い
る
。
無
常
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
い
ま
こ
こ
に

生
き
る
ひ
と
時
が
、
そ
し
て

い
ま
あ
る
人
と
の
つ
な
が
り

が
、
か
け
が
え
な
く
尊
い
。

こ
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
生

き
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
後

ろ
向
き
な
生
き
方
で
あ
ろ
う

か
。

釈
尊
は
ラ
ー
ジ
ャ
ガ

ハ
か
ら
故
郷
に
向
か
う

旅
の
途
中
で
入
滅
し
て

い
る
。
そ
の
旅
に
出
る

直
前
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
族
征
服
を

計
画
し
た
マ
ガ
ダ
国
王
ア

ジ
ャ
ー
タ
サ
ッ
ト
ゥ
か
ら
、

そ
の
政
策
に
つ
い
て
諮
問
を

受
け
て
い
る
。
釈
尊
は
七
つ

の
項
目
を
挙
げ
、
ヴ
ァ
ッ
ジ

族
が
そ
れ
ら
を
守
っ
て
い
る

う
ち
は
、
繁
栄
し
続
け
る
で

あ
ろ
う
と
説
い
た
。

そ
の
内
容
に
は
大
き
く
三

つ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
わ
れ

る
。す
な
わ
ち
、協
和
の
精
神
、

経
験
の
尊
重
、
宗
教
的
寛
容

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
直
接

は
王
に
対
す
る
助
言
で
あ
り
、

血
気
に
逸は

や

る
王
に
冷
静
に
考

え
さ
せ
、
征
服
を
思
い
留
ま

ら
せ
る
内
容
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
内
容
は
い

ず
れ
も
現
代
的
意
義
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
協
和
の
精
神
と

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
内

容
は
、
会
議
に
多
く
の
人
々

が
参
加
し
、
互
い
に
協
力
し

合
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
種
の
民
主
的
社
会
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
仏
教
教
団
で
も
、

そ
の
繁
栄
に
必
要
な
事
柄
と

し
て
大
切
に
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
紙
発
行
の

頃
に
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙

が
見
込
ま
れ
る
。
学
生
の
皆

さ
ん
に
は
、
協
和
の
精
神
で
、

ぜ
ひ
投
票
を
行
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。
日
本
や
世
界
が
繁

栄
で
き
る
よ
う
に
、
ぜ
ひ
必

要
な
こ
と
で
あ
る
。

近
年
の
大
き
な
選
挙
で
は
、

自
分
と
各
政
党
・
候
補
と
の

考
え
方
の
異
同
を
示
す
、ボ
ー

ト
・
マ
ッ
チ
・
シ
ス
テ
ム
が

提
供
さ
れ
、
投
票
先
の
選
択

に
大
い
に
参
考
に
な
る
。

大
学
人
に
と
っ
て
、
選
挙

は
自
ら
の
学
び
が
社
会
の
中

で
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
こ
と

な
の
か
、
考
え
る
機
会
で
も

あ
る
。
研
究
・
学
び
の
成
果

を
投
票
の
形
で
社
会
に
還
元

し
た
い
と
思
う
。

（
義
）

澪 標

「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら

ず
」の
俗
用「
相
手
の
た
め
を

思
う
な
ら
情
け
を
か
け
る

な
」を
、「
現
代
の
誤
っ
た
用

法
」
と
断
っ
た
上
で
辞
書
に

掲
載
し
た
と
こ
ろ
、
何
本
も

抗
議
の
電
話
を
受
け
た

─

よ
く
知
ら
れ
た
中
型
辞
書
の

編
纂
者
の
講
演
で
聞
い
た
話

で
あ
る
。
な
ぜ
、
と
私
は
首

を
ひ
ね
り
、
続
け
て
ほ
と
ん

ど
の
抗
議
の
中
身
が
「
た
と

え
誤
用
と
書
い
て
あ
ろ
う
と
、

辞
書
に
掲
載
し
て
し
ま
っ
た

ら
、
そ
の
語
義
を
認
め
た
こ

と
に
な
る
で
は
な
い
か
」
と

い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
と
聞
い

て
、
そ
う
い
う
考
え
も
あ
る

の
か
と
、
変
に
感
心
し
て
し

ま
っ
た
。

こ
の「
抗
議
」の
背
景
に
は
、

「
正
し
い
語
義
を
守
っ
て
い

く
べ
き
だ
」
と
い
う
意
識
が

あ
る
と
お
ぼ
し
い
。
こ
れ
が

「
従
来
の
語
義
が
た
と
え
忘

却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て

も
、
辞
書
か
ら
捨
て
る
べ
き

で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
で

あ
れ
ば
、
私
は
「
そ
の
と
お

り
」
と
即
答
す
る
で
あ
ろ
う

が
、「
俗
用
を
載
せ
る
な
」と

な
る
と
、
辞
書
へ
の
、
少
な

く
と
も
語
義
の
史
的
変
化
も

明
示
す
る
こ
と
を
本
分
と
す

る（
は
ず
の
）中
型
辞
書
へ
の

要
望
と
し
て
は
い
か
が
な
も

の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
、「
片
腹
痛
い
」

と
い
う
慣
用
句
が
あ
る
。
相

手
の
言
動
を
取
る
に
足
り
な

い
も
の
と
嘲
笑
す
る
意
で
あ

る
が
、
辞
書
を
紐
解
け
ば
、

本
来
は「
傍
ら
痛
し
」で
あ
り
、

か
な
遣
い
の
誤
認
か
ら
「
片

腹
」
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
知
れ
る
。
人
の
言

動
に
対
し
て
気
を
揉
ん
だ
り
、

ハ
ラ
ハ
ラ
し
た
り
す
る
意
で

あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』

（
第
二
版
）に
よ
れ
ば「
片
腹
」

の
表
記
は
早
く
も
藤
原
実
資

の
漢
文
日
記『
小
右
記
』長
和

三
年（
一
〇
一
四
）の
記
事
に

見
え
る
。
意
味
の
誤
認
に
つ

い
て
は
、『
日
国
』
で
は
『
枕

草
子
』
な
ど
平
安
時
代
中
期

の
作
品
を
引
く
が
、
こ
れ
ら

の
例
は
本
義
で
理
解
し
て
も

よ
さ
そ
う
で
、
確
実
な
例
は
、

十
七
世
紀
初
頭
成
立
の
「
お

か
し
く
て
片
方
の
横
腹
が
痛

い
…
…
笑
う
べ
き
こ
と
、
嘲

る
べ
き
こ
と
」と
い
う『
日
葡

辞
書
』
の
語
釈
あ
た
り
で
は

な
い
か
と
思
う
。

以
降
、
近
松
や
ら
露
伴
や

ら
鏡
花
や
ら
、
名
だ
た
る
作

家
た
ち
が「
誤
用
」し
て
い
る

わ
け
だ
が
、
彼
ら
を
「
誤
用

を
氾
濫
さ
せ
た
と
ん
で
も
な

い
連
中
だ
」
と
批
判
す
る
人

は
ま
ず
あ
る
ま
い
。「
正
し

い
語
義
」
を
「
本
来
の
語
義
」

と
考
え
る
な
ら
、
我
々
は
現

存
最
古
の
記
紀
萬
葉
に
帰
る

必
要
が
あ
る
が
、
と
う
て
い

無
理
で
あ
る
。「
こ
と
ば
は

移
り
変
わ
る
も
の
」
と
い
う

と
あ
ま
り
に
も
月
並
み
（
こ

の
使
い
方
も「
誤
用
」か
も
し

れ
な
い
）
だ
が
、
あ
る
程
度

の
規
模
の
辞
書
は「
誤
用
」も

載
せ
て
こ
そ
役
割
を
果
た
せ

る
、
そ
う
思
う
私
は
、
く
だ

ん
の
編
纂
者
の
判
断
に
敬
意

を
表
し
て
い
る
。

（
国
文
学
科
・
池
原

陽
斉
）

無
常
に
向
き
あ
う

現
代
社
会
学
部
教
授

藤

井

隆

道

こ
と
ば
の
窓

⑤「
正
し
い
」語
義
？
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私
は
社
会
人
の
前
半
を
企

業
で
デ
ザ
イ
ン
と
人
間
工
学

を
実
践
し
、
後
半
を
教
員
と

し
て
研
究
と
教
育
に
従
事

し
、
さ
さ
や
か
な
人
生
を

送
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
経

験
を
通
し
て
得
た
考
え
を
2

つ
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

構
造
的
に
考
え
る
こ
と
と
、

好
き
な
こ
と
を
す
る
こ
と
で

す
。

1
．
構
造
的
に
考
え
る

構
造
的
に
考
え
る
と
は
、

モ
ノ
・
コ
ト
、
シ
ス
テ
ム
の

本
質
を
把
握
す
る
こ
と
で

す
。
構
造
は
、
概
念
・
情
報

に
係
わ
る
様
々
な
要
素
を
グ

ル
ー
プ
に
ま
と
め
、
目
的
・

手
段
で
階
層
化
し
た
状
態
を

い
い
ま
す
。
従
っ
て
、
構
造

を
認
識
で
き
る
と
、
追
加
す

べ
き
要
素
、
不
要
な
要
素
が

分
か
り
、
最
適
な
判
断
を
下

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
構
造
は
制
約
に
よ
っ

て
定
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、

京
都
の
町
家
の
例
で
す
。
京

都
の
町
家
が
細
長
い
長
方
形

な
の
は
、
江
戸
時
代
に
あ
っ

た
「
間
口
税
」
の
た
め
で
、

家
の
間
口
3
間（
約
５・４
ｍ
）

ご
と
に
税
金
を
か
け
る
こ
と

に
し
た
た
め
で
す
。
こ
の
制

約
の
た
め
、建
物
の
構
造（
細

長
く
中
庭
の
あ
る
建
物
）
が

定
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
制
約
に
よ
り
構
造
が
定

ま
っ
て
き
ま
す
。

我
々
は
制
約
の
中
で
生
活

し
て
い
ま
す
。
我
々
の
身
体

は
自
然
環
境
（
空
気
、
重
力

な
ど
）と
い
う
制
約
に
よ
り
、

そ
の
機
能
、
構
造
が
定
ま
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
自
然
環
境

だ
け
で
な
く
、
我
々
が
行
動

す
る
に
は
様
々
な
社
会
的
制

約
に
適
合
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
社
会
的
制
約
は
法

律
、
社
会
慣
習
や
道
徳
律
な

ど
で
す
。
我
々
の
行
動
や
思

考
は
、
そ
の
社
会
の
見
え
な

い
制
約
に
よ
っ
て
も
影
響
を

受
け
て
い
ま
す
。

私
の
20
代
、
東
芝
本
社
デ

ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
で
デ
ザ
イ

ン
を
し
て
い
た
時
、
後
輩
と

一
緒
に
発
注
し
た
デ
ザ
イ
ン

モ
デ
ル（
試
作
品
）の
チ
ェ
ッ

ク
の
た
め
、
モ
デ
ル
屋
さ
ん

に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
訪
問
す
る
途
中
、
彼
が

煎
餅
の
お
土
産
を
持
っ
て
い

た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て

聞
い
て
み
ま
し
た
。す
る
と
、

彼
は
モ
デ
ル
を
作
る
職
人
さ

ん
に
、
気
持
ち
よ
く
仕
事
を

し
て
も
ら
う
た
め
持
参
し
た

と
い
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
一
本
取
ら
れ
た
と
反
省

し
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
私

は
近
代
主
義
の
考
え
方
の
影

響
を
受
け
、
効
率
・
合
理
性

が
一
番
大
事
だ
と
無
意
識
に

考
え
て
い
た
の
で
す
。
こ
の

よ
う
に
人
々
の
行
動
に
影
響

を
与
え
て
い
る
社
会
的
制
約

を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、

す
べ
き
最
適
な
行
動
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

製
品
、
操
作
画
面
や
サ
ー

ビ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
を
す
る

際
、
そ
れ
ら
に
影
響
を
与
え

て
い
る
の
は
何
か
、
我
々
の

行
動
に
影
響
を
与
え
て
い
る

の
は
何
か
を
構
造
的
に
考
え

る
の
が
非
常
に
重
要
で
す
。

そ
れ
に
は
行
動
観
察
を
行

い
、
ユ
ー
ザ
の
価
値
観
を
把

握
し
、
そ
れ
を
デ
ザ
イ
ン
に

反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
一
例
と
し
て
、
私
が
業

界
初
の
操
作
部
が
傾
斜
し
た

鉄
道
用
券
売
機
の
デ
ザ
イ
ン

を
東
芝
か
ら
発
売
で
き
た
の

も
、
三
日
間
、
阪
急
梅
田
駅

で
行
動
観
察
し
た
成
果
で

す
。Ｕ

Ｘ
（
ユ
ー
ザ
体
験
）
デ

ザ
イ
ン
が
２
０
０
５
年
ご
ろ

か
ら
活
発
に
な
り
、
デ
ザ
イ

ン
す
る
場
合
、
体
験
に
基
づ

い
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
は
当

た
り
前
で
し
た
が
、
な
ぜ
か

そ
の
必
要
性
の
説
明
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
構
造

を
特
定
で
き
な
い
と
理
解
す

る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

海
外
の
文
献
を
見
て
も
、
Ｕ

Ｘ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
前

提
で
書
か
れ
た
も
の
ば
か
り

で
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
幸
福
論
や
特
に
早
大
名
誉

教
授
の
加
藤
諦
三
氏
の
「
人

生
は
祭
り
だ
」
の
言
説
に
触

れ
て
、
祭
り
だ
か
ら
こ
そ
楽

し
く
な
る
Ｕ
Ｘ
が
必
要
に
な

る
の
だ
な
と
構
造
的
に
納
得

し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま

す
。構

造
的
に
思
考
す
る
と
、

見
え
な
か
っ
た
世
界
が
見
え

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
従
っ

て
、何
を
す
べ
き
か
分
か
り
、

計
画
的
に
行
動
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

人
間
工
学
で
博
士
号
を
取

り
自
分
の
専
門
領
域
に
し
た

の
も
、
デ
ザ
イ
ン
だ
け
で
は

理
解
困
難
な
複
雑
な
シ
ス
テ

ム
で
も
構
造
的
に
把
握
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
で
し

た
。

2
．
好
き
な
こ
と
を
す
る

小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
現
在

ま
で
私
に
寄
り
添
っ
た
の
は

モ
ノ
作
り
と
音
楽
で
し
た
。

母
親
の
実
家
が
横
須
賀
で
小

さ
い
造
船
所
を
経
営
し
て
お

り
、
小
さ
い
こ
ろ
よ
く
遊
び

に
つ
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
、

木
の
香
り
や
鉋
で
木
を
削
る

音
な
ど
を
聞
い
て
育
ち
ま
し

た
。
小
学
生
時
代
は
勉
強
も

せ
ず
、
自
動
車
の
ハ
ン
ド
ル

の
構
造
を
知
り
た
く
て
、
自

動
車
雑
誌
を
読
ん
だ
り
、
自

分
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
模
型
を

作
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

特
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ

ン
の
ホ
バ
ー
ク
ラ
フ
ト
が
3

ｍ
ｍ
浮
き
上
が
っ
た
と
き
の

感
動
は
今
で
も
よ
く
覚
え
て

い
ま
す
。
大
学
に
進
学
す
る

と
き
は
、
機
械
、
建
築
か
デ

ザ
イ
ン
か
、迷
い
ま
し
た
が
、

身
近
な
モ
ノ
づ
く
り
が
し
た

く
、
最
終
的
に
デ
ザ
イ
ン
に

し
ま
し
た
。
や
は
り
好
き
な

こ
と
を
す
る
の
が
一
番
い
い

の
で
は
と
思
い
ま
す
。

音
楽
は
も
っ
ぱ
ら
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
で
中
学
生
あ
た

り
か
ら
本
格
的
に
聞
き
始
め

ま
し
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

は
最
初
に
聞
く
に
は
壁
が
高

く
、
分
か
り
に
く
い
の
で
す

が
、
何
回
も
聞
い
て
い
る
と

理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
、
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
か
ら
始
ま
り
、
ス

ト
ラ
ビ
ン
ス
キ
ー
、
ウ
エ
ー

バ
ー
、
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
、
シ

ベ
リ
ウ
ス
、
Ｒ
・
シ
ュ
ト
ラ

ウ
ス
他
を
へ
て
、
最
近
は
先

祖
返
り
で
チ
ャ
イ
コ
フ
ス

キ
ー
の
バ
レ
エ
曲
を
バ
ッ
ク

グ
ラ
ン
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と

し
て
よ
く
聞
い
て
い
ま
す
。

社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
米

国
の
ブ
ル
ー
グ
ラ
ス
を
聴
き

始
め
ま
し
た
。
こ
の
ブ
ル
ー

グ
ラ
ス
は
米
国
の
中
西
部
で

発
達
し
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化

を
背
景
に
し
た
、
リ
ズ
ミ
ッ

ク
な
音
楽
で
す
。
人
生
を
語

る
内
容
の
曲
が
お
お
く
、
落

ち
込
ん
だ
時
、
こ
の
音
楽
を

聴
く
と
不
思
議
に
元
気
に
な

れ
る
の
で
す
。

イ
タ
リ
ア
の
大
オ
ペ
ラ
作

曲
者
で
あ
る
ベ
エ
ル
デ
ィ
が

１
８
９
３
年
、
79
歳
の
時
、

フ
ァ
ル
ス
タ
ッ
フ
と
い
う
オ

ペ
ラ
を
作
曲
し
ま
し
た
。
高

齢
で
な
ぜ
作
曲
し
た
の
か
と

マ
ス
コ
ミ
か
ら
問
わ
れ
、
今

ま
で
の
オ
ペ
ラ
は
未
完
成
で

あ
る
の
で
、
常
に
完
成
を
求

め
て
い
る
と
い
う
コ
メ
ン
ト

を
し
ま
し
た
。
ド
ラ
ッ
カ
ー

は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
感
動

し
、
生
涯
仕
事
を
す
る
と
決

め
た
そ
う
で
す
。
私
も
微
力

な
が
ら
、
そ
れ
に
あ
や
か
り

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あ
る
本
に
、
好
き
だ
か
ら

行
う
の
で
は
な
く
、
行
う
か

ら
好
き
に
な
る
と
書
か
れ
て

あ
り
ま
し
た
。
何
事
も
そ
う

で
、
自
分
の
努
力
で
夢
中
に

な
る
よ
う
に
す
る
の
が
大
事

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

救
世
観
音
大
菩
薩

聖
徳
皇
と
示
現
し
て

多
々
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て

阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た
ま
ふ

（『
正
像
末
和
讃
』
聖
徳
奉
讃
）

法のことば

救
世
観
音
は
、
聖
徳
太
子
と
し
て
こ
の
世
に
そ
の
お
姿
を
現
さ
れ
、
ま
る

で
父
や
母
が
わ
が
子
を
思
う
よ
う
に
、
見
捨
て
る
こ
と
な
く
い
つ
も
付
き
添
っ

て
い
て
く
だ
さ
る
。（『
浄
土
真
宗
聖
典
現
代
語
版

三
帖
和
讃
』
一
七
七
頁
）

親
鸞
聖
人
は
太
子
を
「
和
国
の
教
主
」
と
も
表
現
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、

日
本
の
釈
尊
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、仏
教
の
新
し
い
動
き
が
登
場
す
る
た
び
、

太
子
は
そ
の
先
駆
と
さ
れ
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
浄
土
信
仰
が
盛
ん
に
な
る

と
、
太
子
は
人
び
と
を
極
楽
へ
導
く
観
音
菩
薩
の
化
身
と
も
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
和
讃
で
は
、阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
助
け
る
存
在
（
観
音
菩
薩
）
と
し
て
、

父
母
の
よ
う
に
私
た
ち
に
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
る
、
と
説
か
れ
ま
す
。
時
代

や
空
間
を
超
え
た
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
合
い
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と

と
も
に
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
方
々
へ
、
思
い
を
は
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
中
西

俊
英
）

構
造
的
に
考
え
る
︑

好
き
な
こ
と
を
す
る

家
政
学
部
教
授

山

岡

俊

樹

『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
ダ
ン
マ
』

Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
著

山
際
素
男
訳

光
文
社

二
〇
〇
四
年

シ
リ
ー
ズ

智
慧
の
蔵
40

著
者
の
ビ
ー
ム
・
ラ
ー
オ
・
ア

ン
ベ
ー
ド
カ
ル
（
一
八
九
一
～
一
九

五
六
年
）
は
、
イ
ン
ド
独
立
後
、

最
初
の
法
務
大
臣
と
し
て
イ
ン
ド

憲
法
の
制
定
に
尽
力
し
た
人
物

で
あ
る
。不
可
触
民
で
あ
る
彼
は
、

カ
ー
ス
ト
制
度
の
廃
絶
に
そ
の
生

涯
を
捧
げ
た
活
動
家
と
し
て
も

有
名
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
化

の
枠
内
で
い
く
ら
活
動
し
て
い
て

も
カ
ー
ス
ト
制
度
の
廃
絶
は
見
込

め
な
い
と
考
え
た
ア
ン
ベ
ー
ド
カ

ル
は
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
決
別
し
、

一
九
五
六
年
十
月
、
マ
ハ
ー
ラ
ー

シ
ュ
ト
ラ
州
の
ナ
ー
グ
プ
ル
で
約

五
十
万
も
の
人
々
と
と
も
に
仏
教

に
改
宗
す
る
。
こ
の
頃
に
執
筆
さ

れ
た
の
が
『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
ダ
ン

マ
（
原
題T

he B
uddha and 

H
is D

ham
m

a

）』
で
あ
る
。

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
、
本
書
の
刊

行
を
見
る
こ
と
な
く
、
改
宗
の

二
个
月
後
に
こ
の
世
を
去
る
。

刊
行
後
、
各
国
の
仏
教
者
や

研
究
者
か
ら
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル

の
仏
教
理
解
に
対
す
る
批
判
が

相
次
い
だ
。
た
と
え
ば
、
ブ
ッ
ダ

の
出
家
の
理
由
を
シ
ャ
カ
族
と

コ
ー
リ
ヤ
族
と
の
水
利
権
の
争
い

へ
の
反
発
に
よ
る
も
の
と
し
、
仏

教
の
「
苦
」
を
「
惨
め
さ

（m
isery

）」「
貧
窮（poverty

）」

と
し
た
点
な
ど
が
問
題
と
な
っ

た
。
事
実
、
こ
れ
ら
は
近
現
代
の

仏
教
研
究
に
基
づ
け
ば
是
認
し

が
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
に

は
、
当
時
の
不
可
触
民
が
直
面

し
て
い
た
井
戸
水
の
使
用
禁
止
や

貧
困
の
問
題
が
あ
っ
た
。
ア
ン

ベ
ー
ド
カ
ル
は
こ
う
し
た
不
可
触

民
を
取
り
巻
く
諸
問
題
を
解
決

す
る
道
を
仏
教
に
見
出
し
、
本

書
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
様
々
な

時
代
や
地
域
に
生
き
る
人
々
の
要

請
に
応
じ
て
展
開
し
た
仏
教
の
歴

史
に
鑑
み
れ
ば
、
社
会
的
に
虐

げ
ら
れ
て
い
た
不
可
触
民
を
差
別

か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
仏
教
を

頭
ご
な
し
に
批
判
す
る
こ
と
は
不

当
の
よ
う
に
思
う
。
今
も
イ
ン
ド

で
は
彼
に
端
を
発
す
る
仏
教
運

動
は
続
い
て
い
る
。
本
書
は
ア
ン

ベ
ー
ド
カ
ル
の
遺
志
を
受
け
継
ぐ

人
々
に
と
っ
て
の
道
標
で
あ
り
、

ま
が
い
も
な
い
仏
教
聖
典
な
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、本
書
の
最
後
に「
浄

土
祈
願
」と
い
う
見
出
し
が
あ
る
。

そ
こ
に
「
光
を
照
ら
す
タ
タ
ー
ガ

タ
（
＝
如
来
）
に
心
よ
り
帰
依
す

る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
親
鸞
が

高
僧
の
一
人
に
選
ん
だ
天て
ん

親じ
ん

の

『
浄
じ
ょ
う

土ど

論ろ
ん

』
に
説
か
れ
る
、
阿
弥

陀
仏
へ
の
帰
依
を
宣
べ
た
詩
句
を

間
接
的
に
引
用
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
近
年
あ
き
ら
か
に
な
っ

た
。
お
そ
ら
く
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル

は
こ
の
如
来
が
阿
弥
陀
仏
と
は
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
彼
が
光
を
照
ら
す
阿

弥
陀
仏
に
心
惹
か
れ
、
む
す
び
に

引
用
し
た
こ
と
に
、
浄
土
真
宗
と

の
不
思
議
な
縁
を
感
じ
る
。

（
壬
生

泰
紀
）

✿ 卒業回生の合同礼拝 ✿
卒業回生のみなさんは本学での最後の

礼拝として「合同礼拝」を行います。
日　　時　令和 3年11月17日（水）
　　　　　15：00～16：30
場　　所　Ｂ501教室
記念講演　「コロナ禍から学ぶ人生の解決とは」
　　　　　　宮崎　幸枝 氏（みやざきホスピタル副院長）
・必ずお念珠を持参してください。
・参加者には卒業後にもずっと使っていただけるオリジナルの記念品があります。

✿ 仏前成人式 ✿
　成人のお祝いに本学礼拝堂で仏前成人式を行います。記
念講演では、英月氏にお越しいただきます。
日　　時　令和 3年12月11日（土）13：00～
　　　　　※12：10から受付を開始します。
　　　　　※12：30までに入場してください。
場　　所 礼拝堂（Ａ校舎 5階）
記念講演　「あなたが、あなたのままで輝く～仏前成人式によせて～
　　　　　英月 氏（真宗佛光寺派長谷山北ノ院 大行寺 住職）
・礼拝堂での定員先着100名です。　・必ずお念珠を持参してください。
◆�申込などの詳細は京女ポータルまたは宗教教育
センター（L校舎3階）までご確認ください。
※�なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催
が取り止めとなる場合があります。その場合は、大学
ホームページまたは京女ポータルにてお知らせします。

お知らせ




